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一

Ⅰ　

対
抗
記
念
碑
と
記
憶

　

民
族
が
そ
れ
ぞ
れ
の
運
命
を
自
ら
決
定
す
べ
き
だ
と
い
う
民
族
自
決
論

は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
の
国
民
主
権
概
念
の
広
ま
り
と
と
も
に
定
着
し
て

い
く
。
一
九
世
紀
末
頃
ま
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
そ
の
周
辺
地
域
に
と
ど
ま
っ

て
い
た
国
民
国
家
の
概
念
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
の
間
に
、
西
洋
列
強
に

よ
る
植
民
地
化
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
た
地
域
に
お
い
て
、
国
民
国
家
化
を
目

指
す
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
と
な
っ
て
興
隆
す
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
第
一

次
世
界
大
戦
と
そ
の
後
の
終
戦
処
理
の
段
階
は
、
普
遍
的
理
念
と
し
て
民
族

自
決
が
国
際
法
の
中
心
に
据
え
ら
れ
た
画
期
だ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、

こ
の
民
族
自
決
と
い
う
理
念
は
、「
国
家
と
し
て
の
独
立
を
主
張
で
き
る
民

族
が
国
民
国
家
を
主
張
で
き
る
」、
と
い
う
論
理
的
な
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
も

あ
っ
て
、
こ
れ
を
終
戦
処
理
の
原
則
と
し
た
ベ
ル
サ
イ
ユ
体
制
が
「
勝
者
に

よ
る
勝
者
の
た
め
の
国
際
秩
序
だ
」
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
は
十
分
な
理
由
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憶
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山
　
﨑
　
正
　
純

が
あ
っ
た
と
み
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
国
民
国
家
と
し
て
自
決
し
よ

う
と
す
る
権
利
を
認
め
ら
れ
る
民
族
に
な
る
に
は
、
先
行
す
る
国
民
国
家
に

よ
る
暗
黙
の
認
知
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
国
民
国
家
が

構
造
と
し
て
そ
の
内
部
に
、
外
部
世
界
か
ら
認
知
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
な
い

も
の
を
厳
し
く
峻
別
す
る
規
制
を
内
包
さ
せ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
も
、
そ
う

し
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
レ
イ
シ
ズ
ム
と
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
が
密
接
不
可
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
、
こ
う
し
た

こ
と
を
そ
の
遠
因
の
一
つ
と
し
て
数
え
る
事
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。

　

お
そ
ら
く
今
日
、
日
本
を
含
む
す
べ
て
の
国
民
国
家
は
レ
イ
シ
ズ
ム
的
国

家
で
あ
り
、
人
種
的
差
異
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
歴
史
的
・
文
化
的
な
差

異
の
等
価
物
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
社
会
的
不
平
等
と
そ
れ
に
起
因
す
る
紛

争
を
そ
の
内
部
に
抱
え
込
ん
で
い
る
。
し
か
し
ま
た
現
代
の
国
家
は
、
平
等

の
回
復
へ
向
け
て
、
政
治
的
、
法
的
に
レ
イ
シ
ズ
ム
と
闘
い
そ
れ
を
根
絶
す



二

る
任
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
レ
イ
シ
ズ
ム
批
判
を
終
わ
り
な
き
実
践

と
し
て
継
続
し
な
が
ら
、
そ
の
成
果
を
問
わ
れ
続
け
て
い
る
と
い
え
る
。
具

体
的
に
は
、
レ
イ
シ
ズ
ム
的
主
体
の
生
成
過
程
を
説
明
す
る
任
務
が
、
い
ま

レ
イ
シ
ズ
ム
の
理
論
に
は
も
と
め
ら
れ
て
い
る
。
レ
イ
シ
ズ
ム
研
究
は
サ
バ

ル
タ
ン
研
究
か
ら
そ
の
方
法
論
を
学
ん
で
い
る
の
だ
が
、
サ
バ
ル
タ
ン
と
い

う
術
語
は
、
知
識
人
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
も
と
に
置
か
れ
る
べ
き
民
衆
の
「
徹

底
し
た
従
属
性
」
を
指
す
概
念
と
し
て
一
九
三
〇
年
代
の
ア
ン
ト
ニ
オ
・
グ

ラ
ム
シ
が
獄
中
で
書
き
残
し
た
ノ
ー
ト
の
中
に
登
場
し
た
。
一
九
八
〇
年
代

に
は
い
っ
て
ラ
ナ
ジ
ッ
ト
・
グ
ハ
ら
イ
ン
ド
の
歴
史
学
者
が
中
心
と
な
っ
て

立
ち
上
げ
ら
れ
た
サ
バ
ル
タ
ン
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
と
い
う
学
際
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
中
で
、
グ
ラ
ム
シ
の
業
績
か
ら
の
サ
バ
ル
タ
ン
概
念
の
継
承
が
行
わ
れ

る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
国
民
国
家
の
歴
史
を
支
配
者
の
視
点
か
ら
記
述

し
て
き
た
実
証
史
学
の
エ
リ
ー
ト
性
と
の
戦
い
を
歴
史
学
、
政
治
学
、
経
済

学
、
社
会
学
な
ど
の
学
際
的
連
携
に
よ
っ
て
行
お
う
と
呼
び
か
け
る
も
の

だ
っ
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
の
グ
ハ
が
提
示
し
た
「
従
属
性
の
否

定
を
通
じ
た
自
律
性
の
獲
得
」
と
い
う
命
題
を
、
レ
イ
シ
ズ
ム
研
究
は
引
き

継
い
で
お
り
、
国
民
国
家
の
排
他
的
構
造
の
内
部
で
愛
国
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

に
従
属
す
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
状
況
に
人
間
が
お
か
れ
た
時
、
心
理
的

な
地
平
の
裂
開
や
喪
失
を
ど
の
よ
う
に
経
験
し
、
そ
の
経
験
か
ら
人
間
が
ど

の
よ
う
に
否
定
の
契
機
を
経
て
主
体
化
す
る
の
か
を
、
文
学
作
品
の
内
部
か

ら
論
理
化
す
る
こ
と
が
、
文
学
研
究
に
課
さ
れ
た
一
つ
の
大
き
な
課
題
だ
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

　

二
〇
世
紀
か
ら
今
日
に
至
る
世
界
規
模
で
の
歴
史
的
経
験
か
ら
私
た
ち
が

学
ん
だ
こ
と
は
、
人
間
存
在
の
主
体
化
の
過
程
の
一
部
に
、
他
者
か
ら
人
間

の
資
格
を
剥
奪
し
、
彼
ら
を
こ
の
地
上
か
ら
根
絶
し
よ
う
と
す
る
、
殲
滅
の

思
想
が
介
入
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
主
体
内
部
に
根

を
張
る
そ
う
し
た
欲
望
へ
の
主
体
的
抵
抗
の
実
践
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い

は
ず
だ
。
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
ヤ
ン
グ
と
テ
ッ
サ
・
モ
ー
リ
ス
・
ス
ズ
キ
の
対
抗

記
念
碑
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
に
は
、
人
間
の
主
体
化
の
過
程
で
生
じ
る
、
他

者
を
選
別
し
よ
う
と
す
る
深
い
欲
望
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
人
が
そ
れ
に

向
き
合
う
時
、
き
わ
め
て
個
人
的
な
体
験
に
よ
っ
て
刻
み
込
ま
れ
た
他
者
嫌

悪
の
痕
跡
が
そ
こ
に
隠
蔽
さ
れ
つ
つ
露
呈
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
に
深
い

羞
恥
心
と
と
も
に
気
づ
く
こ
と
に
な
る
の
だ
。

　

殲
滅
の
思
想
を
反
復
す
る
人
間
の
主
体
を
文
学
は
ど
う
扱
う
の
か
。
次
に

引
用
す
る
大
江
健
三
郎
の
文
章
に
は
、
自
己
言
及
的
な
愚
か
し
さ
の
反
復
へ

の
恐
れ
と
、
そ
れ
へ
の
警
告
が
倫
理
的
な
言
葉
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

社
会
が
ひ
と
つ
の
事
実
を
忘
れ
さ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
忘
れ

さ
ろ
う
と
す
る
あ
ら
わ
な
努
力
が
、
宣
伝
の
形
を
つ
う
じ
て
お
こ
な
わ

れ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
と
み
な
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
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み
ん
な
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
、
き
み
ひ
と
り
が
記
憶
し
て
い
て
、

な
ん
に
な
る
？ 

と
い
う
臆
面
も
な
い
誘
惑
の
声
が
、
わ
れ
わ
れ
の
ま

わ
り
を
と
り
ま
く
の
を
、
た
び
た
び
感
じ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ま

た
、
そ
れ
を
記
憶
し
て
い
る
こ
と
は
、
君
自
身
に
と
っ
て
、
都
合
の
悪

い
こ
と
で
は
な
い
の
か
？ 

と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
く
る
こ
と
も
あ
り
、

そ
れ
は
、
よ
り
、
説
得
的
で
す
。

　

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
、
き
わ
め
て
孤
独
な
状
態
に
お
い
て
で
あ

れ
、
自
分
自
身
を
窮
地
に
お
と
し
い
れ
か
ね
な
い
不
都
合
な
そ
れ
を
で

あ
れ
、
絶
対
に
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
、
記
憶
し
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と

が
あ
る
は
ず
で
、
ぼ
く
は
そ
れ
が
あ
る
と
信
じ
ま
す
。（
中
略
）

　

十
五
年
前
、
こ
の
書
物
に
加
え
ら
れ
た
不
当
な
仕
打
ち
は
、
も
っ
ぱ

ら
占
領
軍
に
そ
の
責
を
帰
す
べ
き
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
、
い
ま
、
こ

こ
に
公
刊
さ
れ
る
体
験
記
を
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
再
び
不
当
に
あ
つ

か
っ
て
し
ま
う
と
し
た
ら
、
そ
の
責
は
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
に
あ
り

ま
す
。

（
大
江
健
三
郎
「
な
に
を
記
憶
し
、
記
憶
し
つ
づ
け
る
べ
き
か
？
」（
１
））

　

一
九
五
〇
年
に
刊
行
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
「
原
爆
体
験
記
」
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に

よ
っ
て
刊
行
差
し
止
め
と
な
っ
た
と
い
う
経
緯
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
一
五
年

後
に
よ
う
や
く
刊
行
の
運
び
と
な
っ
た
こ
の
「
原
爆
体
験
記
」
に
大
江
が
寄

せ
た
エ
ッ
セ
ー
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
中
で
大
江
は
、
知
っ
て
い
る
こ
と
を

無
か
っ
た
こ
と
に
す
る
こ
と
が
忘
却
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
常
に
社
会
的
な
圧

力
と
し
て
強
制
さ
れ
る
が
、
そ
の
同
化
圧
力
は
し
ば
し
ば
個
人
に
と
っ
て
抗

い
が
た
く
、
ま
た
そ
れ
に
従
う
こ
と
の
安
楽
さ
・
心
地
よ
さ
に
、
わ
れ
わ
れ

は
再
び
あ
っ
た
こ
と
を
無
か
っ
た
こ
と
に
す
る
、
忘
却
の
道
を
行
こ
う
と
す

る
の
だ
と
警
告
を
発
し
て
い
る
。

　

二
〇
〇
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
水
死
」
と
い
う
小
説
に
は
、
夏
目
漱
石
の

「
こ
ゝ
ろ
」
が
何
か
所
に
も
わ
た
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
て
、
特
に
「
明
治
の

精
神
」
に
殉
死
す
る
と
い
う
先
生
の
言
葉
を
、
上
演
台
本
と
し
て
批
判
的
に

演
じ
よ
う
と
す
る
若
い
劇
団
員
た
ち
と
、
地
区
の
教
育
委
員
会
の
職
員
と
の

対
立
が
描
か
れ
る
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ー
ギ
ッ
シ
ュ
な
小
説
の
流
れ
と
、
そ
れ

と
並
行
し
て
、
敗
戦
の
年
に
一
〇
歳
だ
っ
た
古
義
人
少
年
に
と
っ
て
の
「
時

代
の
精
神
」
が
「
漱
石
や
乃
木
将
軍
の
「
明
治
の
精
神
」
が
比
較
に
な
ら
な

い
ほ
ど
に
、「
神
と
し
て
の
天
皇
、
現
人
神
の
精
神
」
だ
っ
た
の
や
な
い
で

す
か
？
」
と
い
う
、
古
義
人
の
父
親
の
水
死
の
理
由
を
熟
知
し
な
が
ら
、
そ

の
後
の
古
義
人
少
年
の
成
育
を
見
守
り
続
け
て
い
た
一
老
人
の
言
葉
が
書
き

つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

軍
国
主
義
教
育
の
も
と
の
古
義
人
少
年
に
と
っ
て
、「
時
代
の
精
神
」

は
、
漱
石
や
乃
木
大
将
の
「
明
治
の
精
神
」
が
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど



四

に
、「
神
と
し
て
の
天
皇
、現
人
神
の
精
神
」だ
っ
た
の
や
な
い
で
す
か
？

（
中
略
）

　

長
江
古
義
人
に
は
「
時
代
の
精
神
」
と
し
て
「
昭
和
の
精
神
」
が
二

つ
あ
る
と
い
う
考
え
で
す
。古
義
人
さ
ん
が
生
き
た
昭
和
時
代
の
前
半
、

つ
ま
り
一
九
四
五
年
ま
で
の
「
昭
和
の
精
神
」
は
、
そ
れ
以
後
の
民
主

主
義
の
「
昭
和
の
精
神
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
や
は
り
あ
な
た
に

と
っ
て
真
実
や
っ
た
の
や
と
思
い
ま
す
。

　

前
半
の
「
昭
和
の
精
神
」
の
申
し
子
の
十
歳
の
少
年
が
、
尊
敬
し
て

い
る
父
親
の
口
か
ら
、「
現
人
神
の
天
皇
」
を
特
攻
機
乗
り
と
し
て
訓

練
さ
れ
た
兵
士
が
自
爆
攻
撃
す
る
、「
人
間
神
を
殺
す
」
と
い
う
作
戦

の
構
想
が
出
て
来
る
時
、
そ
れ
を
た
や
す
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
か
？ 

古
義
人
少
年
の
意
識
は
そ
れ
を
聴
き
と
る
こ
と
を
拒
否
し

た
ん
で
す
。
そ
し
て
か
れ
の
無
意
識
の
中
に
「
鞘
」
か
ら
若
者
が
飛
行

機
で
飛
び
立
つ
訓
練
を
す
る
…
…
話
の
情
景
だ
け
が
消
さ
れ
ず
に
残
っ

た
ん
で
す
。
古
義
人
さ
ん
。
そ
れ
が
あ
な
た
の
永
年
見
続
け
ら
れ
て
る

夢
の
内
容
で
す
よ（
２
）。

　

老
年
に
至
り
古
義
人
は
、
永
年
夢
に
見
続
け
て
き
た
激
流
の
中
を
赤
革
の

ト
ラ
ン
ク
と
と
も
に
短
艇
を
こ
ぎ
出
し
て
い
く
父
の
姿
の
意
味
を
、
大
黄
老

人
の
語
り
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
に
な
る
。
古
義
人
に
は
昭
和
時
代
の
前
半
の

「
時
代
の
精
神
」
が
記
憶
の
閾
の
底
に
沈
ん
で
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
記
憶

の
欠
落
が
生
じ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
欠
落
部
分
に
は
、「
人
間

神
を
殺
す
」
と
い
う
父
の
一
種
の
儒
教
的
思
想
と
と
も
に
、「
敗
戦
に
際
し

て
何
ら
か
の
仕
方
で
天
皇
が
立
ち
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
な
ら
ば
、
前
も
っ

て
の
殉
死
を
し
て
お
く
、
そ
う
い
う
こ
と
」
と
し
て
、
自
ら
激
流
の
中
に
こ

ぎ
出
し
た
父
の
自
裁
と
し
て
の
水
死
で
あ
っ
た
と
い
う
父
長
江
の
覚
悟
も
含

ま
れ
て
い
た
は
ず
だ
と
大
黄
老
人
は
古
義
人
に
語
る
の
で
あ
る
。

　

エ
ッ
セ
ー
「
な
に
を
記
憶
し
、
記
憶
し
つ
づ
け
る
べ
き
か
？
」
で
は
「
わ

れ
わ
れ
」
と
い
う
言
葉
で
倫
理
的
共
同
体
を
信
じ
よ
う
と
し
て
い
た
三
〇
歳

の
大
江
が
、「
水
死
」
に
お
い
て
は
、
戦
後
民
主
主
義
を
信
じ
た
揺
る
ぎ
の

無
い
戦
後
の
長
い
途
往
き
の
背
後
に
、
ま
っ
た
く
気
づ
か
れ
な
い
ま
ま
忘
れ

去
ら
れ
て
い
た
記
憶
を
、
第
三
者
の
語
り
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ
る
老
小
説
家

と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
次
の
「
晩
年
様
式
集
」
で
は
、
現

在
地
球
上
に
生
き
る
全
て
の
人
間
が
全
力
を
傾
け
て
原
状
回
復
に
努
め
て

も
、
確
実
に
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
と
な
っ
て
、
未
来
の
人
類
に
大
き
な
負
債
を
背

負
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
う
自
覚
が
書
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
３
・
11
以
後
を
生
き
る
老
作
家
に
と
っ
て
、
彼
が
生
き
た
戦
後
の
長
い

時
間
よ
り
、
は
る
か
に
困
難
な
時
間
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
未
来
を
生

き
る
人
間
た
ち
の
姿
が
主
題
化
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
放
射
性
物
質
に
汚
染
さ
れ
た
地
面
を
（
少
な
く
と
も
私
ら
が
生

き
て
い
る
間
は
…
…
実
際
に
は
そ
う
い
う
ノ
ン
ビ
リ
し
た
話
じ
ゃ
な

く
、
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
長
い
期
間
）
人
は
も
と
に
戻
す
こ
と
が
で
き

な
い
。（
中
略
）
わ
れ
わ
れ
の
と
括
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
を
わ

れ
わ
れ
の
同
時
代
の
人
間
は
や
っ
て
し
ま
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
生
き
て

い
る
間
に
恢
復
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
…
…

　

こ
の
思
い
に
圧
倒
さ
れ
て
、
私
は
、
衰
え
た
泣
き
声
を
あ
げ
て
い
た

の
だ（
３
）。

　

こ
れ
ら
の
大
江
の
作
品
か
ら
う
か
が
え
る
も
の
は
、
人
間
が
個
人
と
し
て

抱
え
る
こ
と
に
な
る
負
の
記
憶
が
、
個
人
の
成
長
と
と
も
に
隠
蔽
さ
れ
る
と

し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
と
い
う
一
人
称
複
数
を
主
体
と
す
る
と
き
、
そ
の
負
の

記
憶
は
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
無
責
任
さ
を
と
も
な
う
致
命
的
な
行
為
と

な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
の
だ
と
い
う
洞
察
だ
。
そ
の
無
責
任
な
行
為
は
、
端
的

に
悪
と
言
う
べ
き
行
為
な
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
間
は
、
次
の

世
代
に
大
き
な
負
債
を
残
す
こ
と
に
き
わ
め
て
鈍
感
で
あ
り
、
こ
の
鈍
感
さ

に
よ
っ
て
、
人
間
は
過
去
の
行
い
を
記
念
碑
と
し
て
顕
彰
し
、
み
ず
か
ら
褒

め
た
た
え
る
こ
と
さ
え
あ
る
の
だ
。

　

次
の
テ
ッ
サ
・
モ
ー
リ
ス
＝
ス
ズ
キ
が
引
用
す
る
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
ヤ
ン
グ

の
文
章
と
そ
れ
へ
の
テ
ッ
サ
自
身
の
コ
メ
ン
ト
は
、
人
間
の
こ
の
よ
う
な
過

去
へ
の
鈍
感
さ
を
無
責
任
な
愚
行
と
し
て
記
憶
に
と
ど
め
置
く
た
め
の
ア
イ

デ
ィ
ア
を
示
唆
す
る
も
の
だ
。

　

ヤ
ン
グ
の
「
対
抗
記
念
碑
」
設
立
の
提
唱
に
は
、
石
材
や
鉄
鋼
は
記

憶
を
持
続
で
き
な
い
、
と
い
う
確
乎
た
る
思
想
が
そ
の
基
底
に
あ
る
。

記
念
碑
に
対
す
る
、
終
わ
り
な
き
、
そ
し
て
移
行
し
続
け
る
未
解
決
の

論
争
こ
そ
、
記
憶
を
持
続
さ
せ
る
唯
一
の
方
法
だ
、
と
い
う
思
想
で
あ

る
。
死
者
た
ち
へ
の
記
憶
に
か
か
わ
る
闘
争
に
蔽
わ
れ
た
世
界
で
、
悼

む
、
考
え
る
、
行
動
す
る
と
い
う
困
難
に
か
か
わ
り
、
ヤ
ン
グ
は
以
下

の
よ
う
に
結
論
し
て
い
る
。

　

「「
対
抗
記
念
碑
」
の
美
点
と
は
、
そ
の
変
容
し
う
る
性
質
、
あ
る

い
は
社
会
の
記
憶
、
社
会
自
体
の
記
憶
の
形
態
に
挑
戦
す
る
と
い
っ
た

点
の
み
で
は
な
い
。「
対
抗
記
念
碑
」
は
、
歴
史
的
時
間
に
敵
対
す
る

の
で
は
な
く
、
歴
史
的
時
間
と
共
に
遂
行
を
求
め
る
。
そ
れ
は
、
記
憶

が
生
き
続
け
る
の
は
、
概
ね
、
歴
史
的
時
間
で
あ
る
こ
と
を
、
認
知
し
、

か
つ
承
認
す
る
。
記
念
碑
を
存
続
さ
せ
る
行
動
の
な
か
で
、
人
々
と
歴

史
的
マ
ー
カ
ー
と
の
絶
え
ざ
る
交
差
の
な
か
で
、
そ
し
て
記
念
碑
化
さ

れ
た
過
去
の
光
の
中
で
、
わ
た
し
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
行
動

を
取
る
の
か
、と
い
う
歴
史
的
時
間
の
な
か
で
、記
憶
は
生
き
続
け
る
。」

（Jam
es E

. Y
oung, T

h
e T

extu
re o

f M
em

o
ry: H

o
lo

ca
u

st 
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U
niversity Press, 1933, p. 48

）

（
テ
ッ
サ
・
モ
ー
リ
ス
＝
ス
ズ
キ
「
不
穏
な
墓
標
／
「
悼
み
」
の
政
治

学
と
「
対
抗
記
念
碑
」」（
４
））

　

対
抗
記
念
碑
は
建
立
者
の
意
図
に
反
す
る
個
人
的
な
怨
嗟
の
声
に
覆
わ

れ
、
政
治
性
の
根
拠
で
あ
る
は
ず
の
民
衆
の
支
持
を
根
底
的
に
失
う
と
い
う

事
態
に
立
ち
至
る
の
で
あ
る
。
対
抗
記
念
碑
の
存
在
に
よ
っ
て
、
記
憶
は
政

治
と
個
人
的
無
意
識
と
い
う
究
極
の
対
立
軸
を
形
成
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
人

間
の
一
生
よ
り
長
い
時
間
を
く
ぐ
り
抜
け
、
次
の
世
代
に
そ
の
愚
か
し
い
姿

を
さ
ら
す
こ
と
に
な
る
。
政
治
か
ら
の
反
撃
は
当
然
予
想
さ
れ
る
が
、
政
治

性
の
優
位
が
保
証
さ
れ
る
の
は
境
界
線
で
区
切
ら
れ
た
限
定
的
な
範
囲
に
過

ぎ
な
い
。

　

崎
山
政
毅
は
一
九
三
〇
年
代
の
日
本
の
総
力
戦
体
制
を
対
象
に
、
山
之
内

靖
ら
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
シ
ス
テ
ム
社
会
論
の
有
効
性
を
批
判
的
に
論
じ

る
次
の
文
章
の
中
で
、
地
政
学
上
の
生
存
圏
の
内
部
に
あ
っ
て
は
、
社
会
統

合
の
求
心
力
に
逆
ら
う
こ
と
は
危
険
で
も
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
逆
ら
う
こ
と

に
意
味
を
見
出
す
こ
と
も
難
し
い
が
、
生
存
圏
・
生
存
空
間
の
周
縁
部
に
生

き
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
国
民
国
家
中
枢
か
ら
の
同
化
圧
力
に
同
調
す
る

必
要
性
は
ま
っ
た
く
な
い
と
論
じ
て
い
る
。

　

私
見
で
は
、
山
之
内
の
社
会
シ
ス
テ
ム
論
は
、
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ

ン
あ
る
い
は
ア
ル
ベ
ル
ト
・
メ
ル
リ
ッ
チ
の
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
テ
ィ
ッ
ク
・

シ
ス
テ
ム
社
会
の
設
定
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。（
中
略
）

こ
の
概
念
が
要
請
す
る
も
の
は
、
分
離
不
可
能
な
相
互
関
係
の
ア
ン
サ

ン
ブ
ル
と
し
て
循
環
的
に
機
能
す
る
よ
う
な
、
基
本
的
に
は
閉
鎖
系
と

し
て
あ
ら
わ
れ
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

　

総
力
戦
体
制
に
即
し
て
い
う
な
ら
ば
、
山
之
内
が
提
起
す
る
シ
ス
テ

ム
社
会
は
、中
枢
の
国
民
国
家
的（
内
地
）編
成
に
適
合
的
で
あ
っ
て
も
、

周
辺
部
（
植
民
地
）
を
含
め
た
帝
国
的
編
成
の
「
総
体
」
に
適
用
す
る

に
は
大
き
な
困
難
が
と
も
な
う
だ
ろ
う
。
ピ
ー
タ
ー
・
ド
ウ
ス
の
用
語

を
借
り
る
な
ら
ば
、「
公
式
帝
国
」
に
は
適
合
的
で
あ
っ
て
も
、「
非
公

式
帝
国
」
に
ま
で
は
敷
延
不
可
能
な
も
の
と
し
て
、
山
之
内
の
「
シ
ス

テ
ム
社
会
論
」
は
あ
る
。（
中
略
）
中
核
に
国
民
国
家
を
お
き
な
が
ら

多
数
・
多
様
で
様
式
を
異
に
す
る
シ
ス
テ
ム
（
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
）
が

接
合
し
合
う
、
シ
ス
テ
ム
混
成
体
と
し
て
総
力
戦
体
制
を
再
考
す
る
と

い
う
試
み
を
私
は
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

（
崎
山
政
毅
「「
総
力
戦
体
制
」
研
究
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
疑
義
」（
５
））

　

ピ
ー
タ
ー
・
ド
ウ
ス
が
い
う
「
公
式
帝
国
」
と
「
非
公
式
帝
国
」
と
の
空

間
的
な
関
係
は
、
個
人
の
記
憶
の
現
象
面
を
認
知
す
る
理
性
の
次
元
と
、
記
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憶
を
選
別
排
除
す
る
無
意
識
の
層
と
の
垂
直
の
関
係
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
大
江
の
エ
ッ
セ
ー
「
な
に
を
記
憶
し
、
記
憶
し
つ
づ
け
る

べ
き
か
？
」
に
対
し
て
、
小
説
「
水
死
」
及
び
「
晩
年
様
式
集
」
が
示
す
変

化
は
、人
間
の
倫
理
性
が
人
間
の
認
識
や
行
為
の
う
ち
、ど
こ
ま
で
を
カ
バ
ー

す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
大
江
の
省
察
の
深
ま
り
を
示
す
も
の
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

　

時
代
は
明
治
末
年
に
遡
る
が
、
明
治
天
皇
の
逝
去
に
際
し
各
新
聞
が
追
悼

文
を
掲
載
し
た
中
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
弔
意
を
定
型
的
な
文
章

で
表
現
し
た
同
工
異
曲
の
追
悼
文
ば
か
り
が
並
ぶ
中
で
、
清
国
の
日
本
人
居

留
地
で
発
行
さ
れ
て
い
た
『
天
津
日
報
』
の
追
悼
文
か
ら
一
部
を
引
用
す
る
。

　

近
年
隣
邦
の
支
那
は
動
揺
著
し
く
、
我
帝
国
は
毎
に
大
義
の
下
に
其

和
平
を
保
持
す
る
に
力
め
た
る
も
、
老
大
の
隣
帝
国
は
終
に
其
命
脈
を

保
つ
能
は
ず
、
人
民
の
輿
論
は
澎
湃
し
て
終
に
新
共
和
民
国
を
建
つ
る

に
至
れ
り
、
さ
れ
ど
今
や
正
に
過
渡
の
時
代
に
属
し
、
其
動
揺
常
な
ら

ざ
る
は
地
を
隣
邦
に
占
む
る
、
我
帝
国
た
る
も
の
稍
虞
ふ
べ
き
も
の
な

し
と
せ
ざ
ら
ん
や
、
我
帝
国
は
支
那
の
保
全
東
洋
の
平
和
を
図
ら
ん
が

為
に
は
、
先
に
英
国
と
同
盟
し
仏
露
等
と
協
約
し
、
更
に
目
下
歩
を
進

め
て
露
国
と
の
協
約
を
堅
実
た
ら
し
め
ん
と
す
る
に
際
し
、
我　

陛
下

の
御
大
事
発
生
せ
り
、
我
帝
国
国
内
に
連
つ
て
は
威
国
勢
の
発
展
今
の

如
く
何
等
顧
念
す
る
も
の
無
き
も
、
善
隣
の
中
華
民
国
動
揺
今
の
如
く

邦
基
未
だ
完
か
ら
ざ
る
の
時
に
於
て
、
未
だ
其
善
良
な
る
解
決
を
見
ざ

る
の
日
に
於
て
、
我　

陛
下
の
崩
御
ま
し
ま
す
豈
一
片
の
御
遺
憾
無
し

と
せ
ざ
ら
ん
や
、
神
武
天
皇
帝
位
に
橿
原
宮
に
即
き
玉
ひ
て
よ
り
茲
に

二
千
五
百
七
十
三
年
、
中
世
以
来
久
し
く
襲
来
せ
し
武
門
の
執
政
全
く

跡
を
絶
ち
、
帝
政
古
に
復
り
憲
政
新
に
成
り
、
そ
の
領
土
に
擴
古
の
擴

張
を
為
し
て
北
は
樺
太
の
山
林
よ
り
南
台
湾
の
海
嶼
に
及
び
、
朝
鮮
八

道
亦
皇
光
に
浴
し
、滿
洲
の
租
借
地
よ
り
支
那
一
帯
に
於
け
る
居
留
地
、

そ
の
他
世
界
至
る
所
の
邦
国
に
も
我
臣
民
の
在
留
せ
ざ
る
も
の
な
く
、

皇
徳
の
及
ぶ
処
際
限
無
か
ら
ん
と
す
、

（『
天
津
日
報
』
社
説
「
敬
弔
の
辞
」
一
九
一
二
年
七
月
三
一
日
）（
６
）

　

孫
文
の
指
導
の
も
と
に
民
主
主
義
の
実
現
を
目
的
と
す
る
革
命
政
党
中
国

同
盟
会
が
誕
生
、
国
会
開
設
運
動
を
清
朝
が
弾
圧
、
一
九
一
一
年
に
は
利
権

回
収
運
動
の
成
果
で
あ
る
鉄
道
敷
設
権
を
国
有
化
の
名
目
で
地
元
か
ら
奪
う

な
ど
、
清
朝
末
期
の
延
命
政
策
に
湖
南
、
湖
北
、
広
東
、
四
川
各
省
で
猛
反

対
の
暴
動
状
態
と
な
る
。
革
命
派
の
軍
が
武
昌
で
蜂
起
し
、
革
命
・
独
立
の

流
れ
が
急
速
に
広
が
っ
た
。
清
朝
は
立
憲
派
と
帝
国
主
義
列
強
か
ら
も
見
放

さ
れ
、
一
方
の
革
命
派
は
戦
術
的
な
失
敗
に
起
因
す
る
内
部
分
裂
に
よ
っ
て

弱
体
化
、
清
朝
が
倒
れ
中
華
民
国
臨
時
政
府
が
成
立
し
、
革
命
派
の
孫
文
が
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臨
時
大
総
統
に
就
任
し
た
が
指
導
性
を
発
揮
す
る
余
地
な
く
、
北
洋
軍
閥
の

首
領
袁
世
凱
に
、
共
和
制
支
持
を
条
件
と
し
て
大
総
統
の
ポ
ス
ト
を
譲
る
こ

と
に
な
る
。
辛
亥
革
命
と
呼
ば
れ
る
こ
こ
に
現
わ
れ
た
動
乱
に
よ
っ
て
、
帝

政
か
ら
共
和
制
へ
と
政
体
が
変
っ
た
隣
国
中
国
の
こ
の
政
変
の
た
だ
な
か
に

あ
っ
て
、明
治
天
皇
を
失
う
こ
と
の
危
機
感
が
こ
の
文
章
に
は
露
わ
で
あ
る
。

　

日
本
国
内
に
目
を
転
ず
れ
ば
、
日
露
講
和
条
約
に
絡
ん
で
の
日
比
谷
焼
打

ち
事
件
、
足
尾
・
別
子
銅
山
の
暴
動
、
赤
旗
事
件
、
大
逆
事
件
、
南
北
正
閏

問
題
と
、
明
治
維
新
の
動
乱
を
く
ぐ
り
抜
け
た
支
配
層
の
心
胆
を
寒
か
ら
し

む
る
出
来
事
が
打
ち
つ
づ
い
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
排
日
運
動
、
伊
藤
博
文

の
暗
殺
も
こ
の
時
期
に
重
な
っ
て
い
る
。
明
治
末
年
の
日
本
国
内
に
、
こ
う

し
た
社
会
不
安
を
打
ち
消
す
社
会
統
合
の
中
心
と
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
存

在
し
な
か
っ
た
。
啄
木
の
い
う
「
時
代
閉
塞
」
の
状
況
は
、
維
新
以
来
の
統

治
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
衰
弱
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
『
天
津
日
報
』
の
こ
の
追
悼
文
は
、
明
治
天
皇
崩
御
を
悼
む
ス
タ

イ
ル
を
と
り
つ
つ
、
み
ず
か
ら
そ
の
ス
タ
イ
ル
を
裏
切
る
言
説
に
よ
っ
て
、

明
治
天
皇
の
治
世
と
そ
の
後
の
日
本
国
の
途
往
き
の
暗
澹
た
る
姿
を
語
っ
て

し
ま
う
も
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
否
定
を
通
じ
た
自
律
性
の
獲
得
」

と
い
う
問
題
意
識
に
よ
っ
て
こ
れ
を
読
む
と
き
、一
九
三
〇
年
代
の
日
本
が
、

国
際
関
係
か
ら
の
完
全
な
孤
立
を
も
っ
て
、
世
界
新
秩
序
の
前
衛
と
し
て
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
証
左
と
し
て
国
民
に
そ
れ
を
押
し
つ
け
、
総
動
員
体

制
を
官
民
一
体
と
な
っ
て
推
進
し
た
時
代
の
衰
弱
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
、

き
わ
め
て
対
照
的
で
、
ま
た
健
全
な
批
評
性
を
『
天
津
日
報
』
の
こ
の
文
章

に
み
る
こ
と
も
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

す
な
わ
ち
次
の
問
題
は
、
人
間
の
主
体
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
、
そ
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
喰
い
破
る
主
体
、
い
わ
ば
反
主
体
、
さ
ら
に
言
い
換
え
れ
ば

「
否
定
を
通
じ
た
自
律
性
の
獲
得
」
の
決
定
的
な
瞬
間
を
文
学
は
ど
の
よ
う

に
し
て
描
き
と
め
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

Ⅱ　

忘
却
に
抗
う
文
学

　

武
田
泰
淳
は
戦
争
中
、
一
兵
士
と
し
て
中
国
大
陸
へ
送
ら
れ
、
ま
た
敗
戦

時
に
は
、
上
海
に
あ
っ
て
一
国
の
崩
壊
と
凄
ま
じ
い
価
値
転
換
の
さ
ま
を
つ

ぶ
さ
に
眼
前
に
眺
め
た
。「
審
判
」
は
帰
国
し
た
武
田
泰
淳
が
最
初
に
書
き

上
げ
た
小
説
で
あ
る
。

　

私
は
考
え
ま
し
た
。
自
分
は
少
く
と
も
二
回
は
全
く
不
必
要
な
殺
人

を
行
っ
た
。（
中
略
）
し
か
も
無
抵
抗
な
老
人
を
殺
し
た
。
自
分
は
犯

罪
者
だ
、
裁
か
る
べ
き
人
間
だ
、
と
。
し
か
し
私
は
平
然
と
し
て
い
る

自
分
に
驚
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
自
分
の
罪
が
絶
対
に
発

覚
す
る
は
ず
の
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
伍
長
は
半
年
ほ

ど
前
に
戦
病
死
し
ま
し
た
。
地
球
上
で
、
あ
の
殺
人
行
為
を
知
っ
て
い
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る
の
は
私
だ
け
な
の
で
す
。（
中
略
）
こ
の
行
為
の
た
だ
一
つ
の
痕
跡
、

手
が
か
り
、こ
の
行
為
か
ら
犯
罪
事
件
を
構
成
す
べ
き
唯
一
の
条
件
は
、

私
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
す
。
問
題
は
私
の
中
だ
け
に
あ

る
の
で
す（
７
）。

　

引
用
は
、
語
り
手
の
「
私
」
に
宛
て
ら
れ
た
二
郎
か
ら
の
手
紙
の
一
節
で

あ
る
。
二
郎
に
と
っ
て
中
国
戦
線
で
の
殺
人
行
為
は
、
そ
の
事
実
を
た
だ
一

人
知
っ
て
い
る
伍
長
が
死
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
真
に
語
る
べ
き
こ

と
と
し
て
意
味
を
も
ち
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
刻
み
込
ま
れ
た

心
の
在
り
処
を
あ
り
あ
り
と
知
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
告
白
が
な
さ
れ
て

い
る
。

　

次
の
引
用
は
、九
七
年
に
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
目
取
真
俊
の
小
説
「
水
滴
」

の
一
節
で
あ
る
。
沖
縄
殲
滅
作
戦
を
生
き
延
び
た
徳
正
は
戦
後
五
十
年
余
り

た
っ
て
突
然
右
足
が
大
き
く
腫
れ
あ
が
り
、
親
指
の
先
か
ら
水
が
滴
る
よ
う

に
な
る
。寝
た
き
り
に
な
っ
た
徳
正
の
足
指
か
ら
滴
る
水
滴
を
求
め
て
毎
夜
、

ひ
ど
く
傷
つ
い
た
兵
士
が
列
を
な
し
て
壁
か
ら
現
わ
れ
、
そ
の
水
滴
を
口
に

含
ん
で
は
一
礼
し
、
ま
た
壁
に
消
え
て
行
く
。
そ
の
兵
士
の
中
に
、
徳
正
が

か
つ
て
殲
滅
戦
の
た
だ
な
か
、
壕
の
中
に
見
捨
て
て
敗
走
し
た
石
嶺
と
い
う

名
前
の
兵
士
が
現
わ
れ
る
。

　

水
筒
と
乾
パ
ン
を
渡
し
、
自
分
の
肩
に
手
を
置
い
た
セ
ツ
の
顔
が
浮

か
ん
だ
。
悲
し
み
と
そ
れ
以
上
の
怒
り
が
湧
い
て
き
て
、
セ
ツ
を
死
に

追
い
や
っ
た
連
中
を
打
ち
殺
し
た
か
っ
た
。
同
時
に
、
自
分
の
中
に
、

こ
れ
で
石
嶺
の
こ
と
を
知
る
も
の
は
い
な
い
、
と
い
う
安
堵
の
気
持
ち

が
あ
る
の
を
認
め
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
。（
中
略
）
以
来
、
石
嶺
の

こ
と
も
セ
ツ
の
こ
と
も
記
憶
の
底
に
封
じ
込
め
て
生
き
て
き
た
は
ず

だ
っ
た
。（
中
略
）
ベ
ッ
ド
に
寝
た
ま
ま
、
五
十
年
余
ご
ま
か
し
て
き

た
記
憶
と
死
ぬ
ま
で
向
か
い
合
い
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
怖
か
っ

た
。（
中
略
）

　

唇
が
離
れ
た
。
人
差
し
指
で
軽
く
口
を
拭
い
、
立
ち
上
が
っ
た
石
嶺

は
、十
七
歳
の
ま
ま
だ
っ
た
。
正
面
か
ら
見
つ
め
る
睫
の
長
い
目
に
も
、

肉
の
薄
い
頬
に
も
、
朱
色
の
唇
に
も
微
笑
み
が
浮
か
ん
で
い
る
。
ふ
い

に
怒
り
が
湧
い
た
。

　

「
こ
の
五
十
年
の
哀
れ
、
お
前
分
か
る
か
」

　

石
嶺
は
笑
み
を
浮
か
べ
て
徳
正
を
見
つ
め
る
だ
け
だ
っ
た
。
起
き
上

が
ろ
う
と
も
が
く
徳
正
に
、
石
嶺
は
小
さ
く
う
な
ず
い
た
。

「
あ
り
が
と
う
。
や
っ
と
渇
き
が
と
れ
た
よ
」

　

き
れ
い
な
標
準
語
で
そ
う
言
う
と
、石
嶺
は
笑
み
を
抑
え
て
敬
礼
し
、

深
々
と
頭
を
下
げ
た（
８
）。



一
〇

　

引
用
文
中
の
セ
ツ
と
い
う
女
性
は
、
看
護
班
の
女
学
生
で
、
徳
正
が
瀕
死

の
石
嶺
を
壕
に
見
捨
て
た
こ
と
を
唯
一
知
る
人
物
だ
っ
た
が
、
彼
女
も
ま
た

敗
走
し
た
末
に
同
僚
の
女
子
学
生
五
人
と
手
榴
弾
で
自
決
し
た
こ
と
を
戦
後

十
年
程
経
っ
て
初
め
て
知
る
。
こ
の
時
以
来
徳
正
は
酒
浸
り
に
な
り
博
打
に

ま
で
手
を
出
す
よ
う
に
な
る
。
引
用
は
セ
ツ
の
死
を
知
っ
た
彼
の
苦
衷
を
描

い
た
部
分
だ
。
徳
正
に
と
っ
て
は
、
石
嶺
の
一
件
を
唯
一
人
知
る
セ
ツ
の
死

を
知
り
、
安
堵
の
気
持
を
抱
い
て
い
る
自
分
を
見
出
し
た
瞬
間
に
、
石
嶺
と

セ
ツ
の
二
人
の
死
の
記
憶
を
封
じ
込
め
た
孤
独
な
心
が
た
ち
あ
が
っ
て
く

る
。
引
用
の
後
半
で
は
、「
こ
の
五
十
年
の
哀
れ
、
お
前
わ
か
る
か
」
と
徳

正
が
石
嶺
に
語
り
か
け
る
。
徳
正
の
足
か
ら
滴
る
水
滴
で
の
ど
の
渇
き
を
潤

し
た
石
嶺
の
感
謝
の
言
葉
は
、
記
憶
を
封
じ
込
め
て
生
き
て
き
た
徳
正
の
戦

後
の
苦
衷
へ
の
い
た
わ
り
の
言
葉
と
も
読
め
る
。
徳
正
の
心
に
刻
ま
れ
た
二

人
の
死
の
記
憶
は
、
石
嶺
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
共
有
さ
れ
、
密
封
さ
れ
た
ま

ま
五
十
年
を
経
た
徳
正
の
心
は
、
死
者
と
の
通
路
を
得
る
こ
と
で
開
封
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
徳
正
に
と
っ
て
奇
跡
的
と
も
い
え
る
救
い

と
し
て
訪
れ
る
瞬
間
で
あ
る
。

　

い
わ
ゆ
る
原
爆
文
学
に
お
い
て
も
、
孤
独
な
密
封
容
器
と
し
て
の
心
の
生

成
は
、
作
家
の
描
き
出
す
主
人
公
の
苦
衷
の
在
り
処
と
し
て
、
極
め
て
重
要

な
描
写
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
。
中
山
士
朗
「
死
の
影
」（
９
）
か
ら
三
つ
の

場
面
を
以
下
に
並
べ
て
み
よ
う
。
著
者
の
中
山
士
朗
は
一
九
三
〇
年
生
れ
。

広
島
一
中
の
二
年
生
の
夏
、
被
爆
し
た
経
験
を
も
つ
。

　

和
夫
が
頭
の
な
か
で
想
像
し
て
い
た
以
上
の
変
り
よ
う
で
あ
っ
た
。

左
右
の
手
の
甲
の
ケ
ロ
イ
ド
か
ら
、
ま
た
人
々
の
気
の
毒
が
る
言
葉
、

人
々
の
和
夫
を
見
た
瞬
間
の
視
線
か
ら
あ
る
程
度
の
醜
い
変
容
を
覚
悟

し
て
い
た
が
、
と
て
も
そ
の
比
で
は
な
か
っ
た
。

　

和
夫
は
、
そ
の
場
で
死
ん
で
し
ま
い
た
い
と
思
っ
た
。（
中
略
）
和

夫
は
、
自
己
の
内
面
で
、
激
し
く
崩
壊
す
る
音
を
聞
い
た
よ
う
に
思
っ

た
。

　

グ
ラ
ウ
ン
ド
か
ら
、
生
徒
た
ち
の
は
し
ゃ
ぐ
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。

　

和
夫
は
、
不
意
に
、
孤
独
感
を
覚
え
た
。
そ
れ
は
、（
中
略
）
言
葉

で
は
表
現
で
き
な
い
孤
独
さ
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
か
ら
の
自
分
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
ふ
う
に
生
き
て
ゆ
け
ば

よ
い
の
か
、
和
夫
は
大
声
で
叫
び
た
か
っ
た
。

「
や
あ
、
ケ
ロ
イ
ド
だ
。
お
化
け
だ
」

と
囃
し
た
て
る
幼
児
の
前
か
ら
、
和
夫
は
負
け
犬
の
よ
う
に
逃
げ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
外
出
し
て
不
愉
快
な
思
い
を
さ
せ
ら
れ
て
家
に

帰
る
つ
ど
、
和
夫
は
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
好
奇
心
と
蔑
み
に
似
た
視
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線
を
思
い
出
し
、
地
球
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
原
子
爆
弾
が
投
下

さ
れ
、人
間
の
顔
は
す
べ
て
ケ
ロ
イ
ド
に
お
お
わ
れ
て
し
ま
え
ば
よ
い
、

と
願
い
、
自
分
を
生
か
す
よ
う
に
努
力
し
た
人
々
を
呪
わ
な
い
で
は
い

ら
れ
な
か
っ
た
。

　

主
人
公
和
夫
を
は
じ
め
登
場
す
る
生
徒
た
ち
の
多
く
は
、
著
者
が
在
籍
し

た
広
島
一
中
の
生
徒
た
ち
で
あ
ろ
う
。
最
初
の
引
用
は
、
和
夫
が
顔
に
大
き

く
残
っ
た
ケ
ロ
イ
ド
を
鏡
の
中
に
初
め
て
確
認
し
た
場
面
で
あ
る
。
こ
の
瞬

間
か
ら
和
夫
の
戦
後
が
始
ま
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
単
な
る
比
喩
で
は

な
く
、
和
夫
は
こ
の
崩
れ
た
顔
を
も
つ
当
事
者
と
し
て
戦
後
の
焼
け
跡
に
一

人
立
つ
の
だ
か
ら
。
そ
の
孤
独
な
内
面
が
密
封
さ
れ
た
心
が
、
和
夫
に
重
く

の
し
か
か
っ
て
く
る
。
そ
の
心
が
誰
に
も
理
解
さ
れ
な
い
密
閉
容
器
の
よ
う

に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
二
つ
目
の
引
用
に
描
か
れ
て
い
る
。
孤
独
な
心

を
抱
え
た
ま
ま
生
き
て
行
く
こ
と
へ
の
深
い
絶
望
感
が
和
夫
の
心
の
内
部
を

一
層
陰
鬱
な
も
の
に
し
て
い
る
。
三
つ
目
の
引
用
に
は
、
そ
の
よ
う
な
心
の

内
部
に
現
わ
れ
る
人
類
殲
滅
へ
の
欲
望
が
描
か
れ
て
い
る
。
孤
独
な
心
の
成

立
と
殲
滅
の
思
想
と
の
関
わ
り
を
示
す
一
節
と
し
て
注
目
し
た
い
。
他
者
を

根
こ
ぎ
に
す
る
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
が
和
夫
の
な
か
に
生
成
し
て
く
る
こ
の
場
面

は
、
原
爆
投
下
に
よ
っ
て
発
動
し
た
暴
力
が
連
鎖
す
る
瞬
間
を
と
ら
え
た
も

の
と
も
い
え
、
一
方
で
こ
の
暴
力
性
を
単
独
で
抑
圧
し
抹
消
す
る
義
務
を
課

せ
ら
れ
た
和
夫
の
生
き
る
世
界
の
出
口
の
な
い
閉
塞
感
を
描
い
た
も
の
と
も

言
え
る
。

　

次
に
引
用
す
る
、
在
日
韓
国
人
の
原
爆
被
害
を
描
い
た
小
説
「
暗
や
み
の

夕
顔
」
の
著
者
金キ

ム

在ジ
ェ

南ナ
ム

は
一
九
三
二
年
生
れ
、
五
二
年
に
日
本
に
密
航
し
佐

賀
県
伊
万
里
海
岸
に
漂
着
。
早
大
露
文
卒
業
後
、
朝
鮮
高
校
の
教
師
を
し
な

が
ら
、
小
説
の
創
作
を
す
る
在
日
作
家
で
あ
る
。
中
山
士
朗
の
「
死
の
影
」

と
比
較
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
被
爆
の
事
実
そ
れ
自
体
が
、
社
会

的
に
認
知
さ
れ
な
い
韓
国
社
会
に
お
け
る
被
爆
者
の
孤
立
感
に
作
品
の
重
心

が
お
か
れ
て
い
る
。

　

そ
の
時
、
奥
の
部
屋
の
襖
が
開
か
れ
、
な
に
か
い
ざ
り
寄
る
音
が
し

た
。
日イ

ル

本ボ
ン

宅テ
ク

が
障
子
を
開
け
、
声
を
か
け
た
。

「
英ヨ

ン

順ス
ン

ア
、
こ
っ
ち
い
ら
っ
し
ゃ
い
」

　

趙チ
ヨ

英ヨ
ン

植シ
ク

は
驚
い
て
中
腰
に
な
っ
た
。
あ
の
娘
が
光
の
方
（
月
明
り
）

へ
向
か
っ
て
き
て
い
る
。
わ
ず
か
な
光
を
も
怖
れ
る
と
い
う
娘
が
、
押

し
入
れ
か
ら
す
す
ん
で
出
て
く
る
と
は
、
信
じ
が
た
か
っ
た
。
日
本
宅

が
娘
を
抱
き
し
め
縁
に
座
ら
せ
た
か
と
思
う
と
、
や
に
わ
に
、
そ
の
上

衣
を
剥
ぎ
と
っ
た
。
あ
あ
…
趙
英
植
は
思
わ
ず
声
を
あ
げ
た
。
そ
し
て

す
ぐ
眼
を
そ
ら
し
た
。
声
を
あ
げ
た
の
は
、
雪
の
よ
う
に
白
い
、
若
い

女
の
肌
を
見
て
し
ま
っ
た
と
ま
ど
い
な
の
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
の
美
し



一
二

い
肌
の
背
中
に
赤
黒
い
無
残
な
ケ
ロ
イ
ド
の
隆
起
を
見
た
驚
き
な
の

か
―
。

「
眼
を
そ
む
け
な
い
で
下
さ
い
。あヨ

ボ
セ
ヨ

な
た
、し
っ
か
り
見
て
く
だ
さ
い
！
」

日
本
宅
の
鋭
い
声
が
飛
ん
で
き
た
。（
中
略
）

「
よ
く
見
る
ん
で
す
！ 

原ウ
ォ
ン

爆ポ
ク

と
い
う
も
の
が
、
ど
ん
な
も
の
か
！
」（
10
）

　

広
島
で
被
爆
し
た
朝
鮮
人
の
こ
の
家
族
は
、
父
が
原
爆
症
で
死
亡
し
て
お

り
、
原
爆
症
の
母
と
、
重
度
の
ケ
ロ
イ
ド
を
全
身
に
持
つ
二
六
歳
の
娘
（
知

的
障
害
も
あ
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
）
の
二
人
。
日
本
の
敗
戦
後
、

韓
国
に
帰
国
す
る
が
、
原
爆
被
害
で
あ
る
こ
と
が
社
会
的
に
認
知
さ
れ
な
い

限
界
状
況
で
困
窮
し
た
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
娘
の
肌
の
美
し
さ
と
ケ

ロ
イ
ド
と
の
対
比
を
月
明
り
の
中
に
見
届
け
た
主
人
公
チ
ョ
ヨ
ン
シ
ク
（
若

い
韓
国
人
男
性
で
新
聞
記
者
）
は
、
韓
国
社
会
に
向
け
て
在
韓
被
爆
者
の
認

知
・
援
護
に
向
け
た
特
集
記
事
を
書
こ
う
と
す
る
が
、
上
司
の
無
理
解
に
阻

ま
れ
る
。
若
い
娘
の
肌
に
浮
か
ぶ
ケ
ロ
イ
ド
に
対
す
る
低
劣
な
興
味
を
喚
起

す
る
記
事
と
し
て
な
ら
書
い
て
も
よ
い
が
、
実
名
に
加
え
住
所
ま
で
明
ら
か

に
し
ろ
と
い
う
こ
の
上
司
の
態
度
は
、
韓
国
社
会
の
被
爆
者
差
別
の
一
端
で

し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
無
力
な
記
者
で
し
か
な
い
主
人
公
に
訴
え
続
け
る
母

の
悲
痛
な
叫
び
を
描
い
た
の
が
引
用
し
た
場
面
で
あ
る
。
こ
の
母
娘
の
社
会

的
孤
立
は
、
日
本
か
ら
の
帰
国
者
へ
の
韓
国
社
会
の
偏
見
、
原
爆
被
害
へ
の

無
理
解
と
差
別
と
い
っ
た
重
層
的
な
差
別
構
造
の
中
で
救
い
が
た
い
状
況
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
出
口
の
な
い
差
別
は
、
い
か
に
も
非
力
な
マ
ス
コ
ミ
人

で
あ
る
主
人
公
の
記
憶
に
大
き
な
傷
と
し
て
刻
み
込
ま
れ
る
。
石
嶺
を
見
殺

し
に
し
た
徳
正
、
無
抵
抗
な
中
国
人
を
射
殺
し
た
二
郎
や
、
そ
の
二
郎
の
手

紙
に
よ
っ
て
そ
の
事
実
を
告
げ
ら
れ
た
語
り
手
も
含
め
、
こ
の
チ
ョ
ヨ
ン
シ

ク
と
い
う
名
の
若
い
新
聞
記
者
と
同
系
統
の
人
物
た
ち
だ
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

次
に
在
日
文
学
の
代
表
的
な
書
き
手
の
一
人
で
あ
る
金
鶴
泳
の
デ
ビ
ュ
ー

作
「
凍
え
る
口
」
か
ら
一
部
を
引
用
す
る
。
こ
の
作
品
は
、
一
九
六
六
年
九

月
に
文
藝
賞
を
受
賞
し
た
。
吃
音
・
両
親
の
不
和
・
父
に
よ
る
凄
ま
じ
い
暴

力
と
母
の
自
殺
。
そ
れ
ら
金
鶴
泳
の
モ
チ
ー
フ
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
作
品
の

中
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

今
朝
の
よ
う
な
、
こ
ん
な
涙
は
は
じ
め
て
だ
っ
た
。
幼
い
と
き
俺
は

よ
く
泣
い
た
も
の
だ
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
お
ふ
く
ろ
の
悲
し
み
を
泣

い
た
の
で
あ
っ
て
、俺
の
悲
し
み
を
泣
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
俺
は
、

悲
し
く
て
泣
い
た
こ
と
は
あ
っ
た
。
だ
が
、
寂
し
く
て
泣
い
た
こ
と
は

な
か
っ
た
。
寂
し
く
て
泣
く
た
め
に
は
、
俺
は
寂
し
さ
に
慣
れ
す
ぎ
て

い
た
。

　

俺
は
今
夜
、正
確
に
い
え
ば
明
日
の
早
朝
に
死
ぬ
。
な
ぜ
死
ぬ
の
か
。



記
憶
と
忘
却
の
文
学
論
―
―
漱
石
の
圏
域

一
三

か
つ
て
の
お
ふ
く
ろ
の
悲
し
み
を
思
い
出
し
、
そ
の
悲
し
み
の
た
め
に

死
ぬ
の
で
は
む
ろ
ん
な
い
。
ま
た
、
俺
の
肉
体
が
病
菌
に
侵
蝕
さ
れ
て

い
る
か
ら
死
ぬ
と
い
う
の
で
も
な
い
。
俺
は
た
だ
、
俺
の
寂
し
さ
の
た

め
に
死
ぬ
の
だ（
11
）
。

　

崔
の
友
人
で
あ
っ
た
磯
貝
は
、
き
わ
め
て
重
度
の
吃
音
と
、
母
親
の
自
殺
、

父
親
の
暴
力
等
々
を
背
負
い
自
殺
す
る
。
小
説
は
、
自
殺
し
た
磯
貝
の
遺
書

が
挿
入
さ
れ
る
形
式
で
、
武
田
泰
淳
の
「
審
判
」
と
と
も
に
漱
石
の
「
こ
ゝ

ろ
」
と
の
類
似
が
こ
れ
ま
で
度
々
論
じ
ら
れ
て
き
た
作
品
で
あ
る
。
引
用
し

た
の
は
、
唯
一
の
友
人
だ
っ
た
在
日
二
世
の
崔
に
宛
て
た
遺
書
の
一
節
で
あ

る
。
崔
は
作
品
の
語
り
の
現
在
に
お
い
て
、
大
学
院
生
に
な
っ
て
い
る
。
磯

貝
と
同
じ
く
吃
音
に
悩
む
若
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
磯
貝
の
吃
音
と
比
較
す

る
と
軽
度
で
あ
る
た
め
、磯
貝
の
前
で
は
ど
も
る
こ
と
が
無
い
。磯
貝
に
と
っ

て
は
崔
の
日
本
語
の
流
暢
さ
が
抑
圧
の
一
つ
の
要
因
に
な
っ
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
。
在
日
で
あ
り
吃
音
で
も
あ
る
崔
は
、
磯
貝
を
死
か
ら
救
い
得
た
唯

一
の
人
物
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
崔
は
磯
貝
の
内
心
の
苦
衷
を
理
解
で
き
な
い

ま
ま
、磯
貝
の
訃
報
を
突
然
知
ら
さ
れ
る
。
そ
の
遺
書
は
厳
重
に
封
印
さ
れ
、

両
親
を
含
む
遺
族
の
誰
ひ
と
り
と
し
て
中
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ
き

ら
か
に
崔
だ
け
に
宛
て
ら
れ
た
遺
書
な
の
で
あ
る
。
読
者
は
崔
と
と
も
に
そ

の
遺
書
を
読
み
、
磯
貝
の
死
に
至
る
内
面
の
葛
藤
を
つ
ぶ
さ
に
知
る
こ
と
に

な
る
。
崔
と
磯
貝
と
の
関
係
は
、「
審
判
」
の
語
り
手
と
二
郎
と
の
関
係
に

最
も
近
い
が
、
同
様
に
漱
石
「
こ
ゝ
ろ
」
の
死
ん
だ
Ｋ
と
先
生
と
の
関
係
、

さ
ら
に
先
生
と
そ
の
遺
書
を
読
む
私
と
の
関
係
と
も
重
な
っ
て
い
る
。
と
り

わ
け
磯
貝
の
遺
書
に
あ
る
「
寂
し
さ
の
た
め
に
死
ぬ
」
と
い
う
言
葉
は
、
明

ら
か
に「
こ
ゝ
ろ
」と
の
関
連
性
を
示
す
も
の
だ
が
、重
要
な
こ
と
は
、「
審
判
」

の
二
郎
、「
水
滴
」
の
徳
正
、「
暗
闇
の
夕
顔
」
の
新
聞
記
者
チ
ョ
ヨ
ン
シ
ク

な
ど
、
ど
の
人
物
造
形
に
も
、
こ
の
寂
し
さ
に
通
じ
る
孤
独
な
心
が
、
明
確

な
罪
意
識
の
自
覚
と
同
時
に
、
そ
の
罪
意
識
を
密
封
す
る
容
器
と
し
て
生
成

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
の
罪
意
識
は
、
目
撃
者
の
不
在
と
い

う
状
況
に
お
い
て
最
も
鋭
い
刃
と
な
っ
て
、
孤
独
な
心
を
内
側
か
ら
斬
り
苛

ん
で
お
り
、
そ
の
痛
覚
に
よ
っ
て
心
は
一
層
孤
独
な
も
の
と
し
て
閉
じ
ら
れ

て
い
く
。「
死
の
影
」
の
和
夫
の
場
合
は
、
罪
意
識
と
い
う
よ
り
も
、
内
面

の
崩
壊
感
覚
と
い
う
べ
き
状
況
に
孤
独
な
ま
ま
立
ち
尽
く
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
類
殲
滅
の
思
想
へ
と
接
続
す
る
よ
う
な
剣
呑
な
心
を
生
成
さ
せ
て
い

た
。
ケ
ロ
イ
ド
を
顔
に
持
つ
こ
と
と
重
度
の
吃
音
に
悩
む
こ
と
と
が
、
一
人

の
青
年
を
心
の
中
の
孤
独
な
住
人
に
す
る
の
で
あ
る
。

　

朝
日
新
聞
夕
刊
に
二
年
に
わ
た
り
連
載
さ
れ
た
後
、
未
完
の
ま
ま
文
芸
誌

『
新
潮
』
に
場
所
を
移
し
て
掲
載
さ
れ
二
〇
〇
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
柳
美
里

「
８
月
の
果
て
」
は
、
柳
美
里
の
祖
父
イ
ウ
チ
ョ
ル
と
、
そ
の
弟
イ
ウ
グ
ン

の
兄
弟
が
長
距
離
走
者
と
し
て
走
る
「
す
っ
は
す
っ
は
す
っ
は
」
と
い
う
ほ



一
四

と
ん
ど
無
限
と
い
っ
て
よ
い
繰
り
返
し
の
中
か
ら
、
様
々
な
記
憶
が
よ
み
が

え
り
、
ま
た
消
え
て
行
く
、
極
め
て
独
創
的
で
ユ
ニ
ー
ク
な
構
想
と
文
体
で

描
か
れ
た
長
篇
小
説
で
あ
る
。
以
下
に
こ
の
長
篇
小
説
か
ら
二
箇
所
を
引
用

す
る
。

　

三
十
人
全
員
が
穴
に
降
り
る
と
、
コ
マ
が
両
手
に
リ
ボ
ル
バ
ー
を

握
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
土
を
か
ぶ
せ
は
じ
め
た
。
生
き
埋
め
だ
！ 

わ
れ

わ
れ
を
生
き
埋
め
に
す
る
気
だ
！
（
中
略
）

　

夢
の
中
で
叫
ん
で
も
叫
ん
で
も
声
を
出
せ
な
い
と
き
の
よ
う
だ
っ

た
。

　
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
万
歳
！

　

コ
ッ
タ
リ
が
雨ウ

根グ
ン

の
顔
め
が
け
て
土
を
放
っ
た
。
目
に
も
口
に
も
土

が
入
っ
た
。
雨
根
は
手
の
根
も
と
で
目
を
拭
っ
て
荒
縄
を
噛
み
、
土
と

雨
だ
ら
け
の
顔
で
ふ
た
り
の
査
察
係
を
睨
み
あ
げ
た
。
き
さ
ま
ら
は
わ

れ
わ
れ
の
死
を
目
撃
し
た
。
わ
れ
わ
れ
の
死
は
報
告
さ
れ
て
も
証
言
は

さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
何
年
か
し
た
ら
き
さ
ま
ら
は
口
を
噤
む
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
き
さ
ま
を
目
撃
し
た
。
死
に
よ
っ
て
口

を
封
じ
ら
れ
て
も
、
そ
の
四
つ
の
目
に
わ
れ
わ
れ
の
六
十
の
目
を
刻
印

し
て
や
る
。

　

叫
び
声
に
こ
こ
ろ
を
噛
ま
れ
て
、
雨
哲
は
自
分
が
土
砂
を
手
で
避
け

る
仕
種
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
サス

コ
ッ
プ

ッ
プ
が
見
え
る
…
ひ
と
り

は
コの

つ

ぽ

ッ
タ
リ
、
も
う
ひ
と
り
は
コち

びマ
…
ア
イ
グ　

土
が
目
に
入
っ
た
、

ア
イ
グ
アい

た

い
ヤ
ッ
！
ア
ヤ
ァ
ァ
ァ
、
ア
イ
グ
ゥ
ゥ
ゥ
…
チし

ん

だ

ュ
ゴ
ッ
タ
、
と

思
っ
た
瞬
間
、
弔
い
の
鐘
の
よ
う
に
頭
痛
が
鳴
り
響
い
た
。
雨
哲
は
痛

み
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
眠
り
に
よ
っ
て
更
新
さ

れ
た
事
実
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
。

　
ナお

と

う

と

ム
ド
ン
セ
ン
が
殺
さ
れ
た
。

（
略
）
…
お
れ
は
夢
の
な
か
で
ナ
ム
ド
ン
セ
ン
の
声
を
聞
い
た
、
朝
鮮

民
主
主
義
人
民
共
和
国
万
歳
！
お
れ
は
夢
の
な
か
で
ナ
ム
ド
ン
セ
ン

だ
っ
た
、
生
き
た
ま
ま
土
を
か
ぶ
せ
ら
れ
―
―
、
ア
イ
グ
、
ナ
ム
ド
ン

セ
ン
は
生
き
埋
め
に
さ
れ
た
の
か
？ 

ナ
ム
ド
ン
セ
ン
は
こ
の
山
に
埋

ま
っ
て
い
る
の
か
？（
12
）

　

最
初
に
引
用
し
た
の
は
ま
ず
弟
の
ウ
グ
ン
が
南
朝
鮮
労
働
党
の
ス
パ
イ
と

し
て
追
わ
れ
、
持
ち
前
の
健
脚
を
発
揮
し
て
山
に
逃
げ
込
む
が
、
遂
に
足
を

撃
た
れ
て
捉
え
ら
れ
、
仲
間
と
と
も
に
銃
殺
、
或
い
は
生
き
埋
め
に
さ
れ
る

場
面
で
あ
る
。
ウ
グ
ン
は
こ
こ
で
政
府
側
の
手
先
に
よ
っ
て
生
き
埋
め
に
さ

れ
る
の
だ
が
、
自
分
の
こ
の
死
を
殺
す
側
と
し
て
目
撃
し
な
が
ら
や
が
て
口

を
つ
ぐ
む
者
た
ち
に
む
け
て
、
死
後
「
口
を
封
じ
ら
れ
て
も
」
消
え
る
こ
と
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無
く
こ
の
地
上
に
残
り
続
け
る
と
い
う
。
こ
の
引
用
に
続
く
部
分
で
、
土
を

か
ぶ
せ
ら
れ
ス
コ
ッ
プ
で
頭
が
い
骨
を
割
ら
れ
る
瞬
間
の
感
覚
が
克
明
に
描

写
さ
れ
る
。そ
の
感
覚
は
殺
さ
れ
る
ウ
グ
ン
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
だ
が
、

そ
れ
を
記
述
す
る
の
は
だ
れ
な
の
か
。
こ
の
小
説
に
と
っ
て
こ
の
描
写
の
主

体
が
何
な
の
か
は
根
本
的
な
問
い
で
あ
り
、
二
つ
目
の
引
用
に
よ
っ
て
わ
か

る
よ
う
に
、
殺
さ
れ
た
ウ
グ
ン
は
殺
さ
れ
る
現
場
の
記
憶
を
そ
の
ま
ま
夢
を

通
じ
て
兄
の
ウ
チ
ョ
ル
に
届
け
て
い
る
。
つ
ま
り
ウ
グ
ン
は
、
自
分
の
死
の

事
実
を
知
る
者
が
口
を
つ
ぐ
む
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
そ
の
故
に
、
死
の
内

部
感
覚
を
死
後
も
兄
の
生
き
た
身
体
に
お
い
て
よ
み
が
え
ら
せ
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
の
だ
。

　

ウ
グ
ン
に
思
い
を
寄
せ
て
い
た
一
三
歳
の
キ
ム
ヨ
ン
ヒ
は
日
本
人
に
騙
さ

れ
て
武
漢
の
慰
安
所
に
拉
致
さ
れ
、
ナ
ミ
コ
と
い
う
名
で
慰
安
婦
と
し
て
働

か
さ
れ
る
。
十
五
才
で
日
本
の
敗
戦
と
な
っ
て
、
故
郷
の
ミ
リ
ャ
ン
に
戻
る

彼
女
は
、
プ
サ
ン
行
き
の
船
の
中
で
ウ
グ
ン
の
兄
の
ウ
チ
ョ
ル
と
偶
然
再
会

し
、「
あ
な
た
は
な
に
ひ
と
つ
悪
く
な
い
。
悪
く
な
い
の
だ
か
ら
、
誰
に
対

し
て
も
恥
じ
る
必
要
は
な
い
。
顔
を
あ
げ
て
帰
郷
で
き
る
。
私
と
一
緒
に
ミ

リ
ャ
ン
に
帰
り
ま
し
ょ
う
」
と
励
ま
さ
れ
る
の
だ
が
、
プ
サ
ン
に
入
港
す
る

前
夜
、
誰
の
目
も
届
か
な
い
船
の
艫
か
ら
海
の
中
に
身
を
投
げ
る
。
彼
女
の

投
身
は
同
じ
船
に
乗
っ
た
多
く
の
帰
還
者
の
誰
に
も
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い

状
況
で
決
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
死
を
語
る
の
は
作
中
に
登
場
す
る
柳
美
里

自
身
で
あ
り
、
キ
ム
ヨ
ン
ヒ
の
孤
独
な
心
は
、
慕
っ
て
い
た
ウ
グ
ン
の
兄
の

孫
に
あ
た
る
柳
美
里
の
身
体
の
な
か
に
転
移
し
再
生
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
実
際
、
小
説
の
末
尾
近
く
に
、「
死
後
結
婚
式
」
と
い
う
章
が
設
定
さ

れ
、
柳
美
里
が
複
数
の
巫
女
と
と
も
に
祭
儀
を
お
こ
な
い
、
彼
女
の
身
体
に

キ
ム
ヨ
ン
ヒ
が
降
り
て
く
る
と
い
う
場
面
が
描
か
れ
る
。
キ
ム
ヨ
ン
ヒ
の
慰

安
婦
と
し
て
の
経
験
は
、
家
父
長
制
と
一
体
化
し
た
儒
教
社
会
に
お
い
て
は

彼
女
の
罪
に
な
る
の
で
あ
り
、
彼
女
も
ま
た
そ
の
こ
と
を
よ
く
わ
か
っ
て
い

た
。「
死
後
結
婚
式
」
を
挙
行
し
よ
う
と
考
え
た
作
中
の
柳
美
里
は
、
と
り

わ
け
キ
ム
ヨ
ン
ヒ
の
言
葉
に
な
ら
な
い
苦
衷
を
朝
鮮
儒
教
の
空
間
の
外
部
に

解
き
放
と
う
と
し
た
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

作
品
は
自
由
と
い
う
叫
び
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
。「
審
判
」
の
二
郎
、「
水

滴
」
の
徳
正
、「
死
の
影
」
の
和
夫
、「
凍
え
る
口
」
の
磯
貝
と
崔
、
か
れ
ら

は
み
な
心
の
中
に
言
葉
に
な
ら
な
い
苦
衷
を
抱
え
、
誰
に
も
知
ら
れ
ず
そ
れ

を
心
と
名
付
け
て
生
き
た
の
で
あ
っ
た
。「
８
月
の
果
て
」
に
お
い
て
、
そ

の
密
封
容
器
の
よ
う
な
心
と
い
う
や
っ
か
い
な
代
物
を
開
封
し
、
異
端
審
問

官
的
権
力
の
手
の
届
か
な
い
空
間
に
そ
れ
は
解
放
さ
れ
て
い
る
。「
水
滴
」

が
死
者
と
な
っ
た
石
嶺
に
よ
る
徳
正
の
戦
後
の
長
い
苦
衷
か
ら
の
解
放
の
物

語
だ
っ
た
と
読
め
る
な
ら
、
二
〇
〇
〇
年
を
前
後
す
る
頃
に
、
国
民
国
家
に

対
す
る
根
本
的
な
認
識
の
変
化
が
あ
っ
た
事
が
推
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。



一
六

Ⅲ　

漱
石
「
こ
ゝ
ろ
」
の
圏
域
―
―
結
び
に
代
え
て

　

夏
目
漱
石
「
こ
ゝ
ろ
」（
13
）
に
度
々
言
及
す
る
こ
と
に
な
っ
た
本
稿
を
閉
じ

る
に
あ
た
っ
て
、
漱
石
「
こ
ゝ
ろ
」
の
圏
域
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

私
の
眼
は
彼
の
室
の
中
を
一
目
見
る
や
否
や
、
恰
も
硝
子
で
作
つ
た

義
眼
の
や
う
に
動
く
能
力
を
失
ひ
ま
し
た
。
私
は
棒
立
ち
に
立
竦
み
ま

し
た
。
そ
れ
が
疾
風
の
如
く
私
を
通
過
し
た
あ
と
で
、
私
は
あ
ゝ
失
策

つ
た
と
思
ひ
ま
し
た
。も
う
取
り
返
し
が
付
か
な
い
と
い
ふ
黒
い
光
が
、

私
の
未
来
を
貫
い
て
、
一
瞬
間
に
私
の
前
に
横
わ
る
全
生
涯
を
物
凄
く

照
ら
し
ま
し
た
。
さ
う
し
て
私
は
が
た
〳
〵
顫
へ
出
し
た
の
で
す
。

　

そ
れ
で
も
私
は
つ
い
に
私
を
忘
れ
る
事
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
私

は
す
ぐ
机
の
上
へ
置
い
て
あ
る
手
紙
に
眼
を
着
け
ま
し
た
。
そ
れ
は
予

期
通
り
私
の
名
宛
に
な
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
私
は
夢
中
で
封
を
切
り
ま
し

た
。
然
し
中
に
は
私
の
予
期
し
た
や
う
な
事
は
何
も
か
い
て
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。 

（
下　

先
生
と
遺
書　

四
十
八
）

　

先
生
の
心
の
生
成
が
、
Ｋ
の
自
殺
か
ら
で
は
な
く
、
Ｋ
の
遺
書
に
何
も
書

か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
た
そ
の
瞬
間
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
が
、

右
の
引
用
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
い
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
本
稿

の
推
論
で
あ
る
。
誰
に
も
死
の
理
由
を
い
わ
ず
に
死
ん
だ
Ｋ
は
、「
８
月
の

果
て
」の
キ
ム
ヨ
ン
ヒ
の
位
置
と
同
じ
所
に
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

一
方
先
生
は
、
Ｋ
の
よ
う
に
黙
っ
て
自
裁
す
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
だ
が
、

総
て
を
「
私
」
に
打
ち
明
け
、伝
え
よ
う
と
す
る
。
遺
書
の
中
で
先
生
は
「
記

憶
し
て
下
さ
い
。
私
は
こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
生
き
て
来
た
の
で
す
。」と「
私
」

に
懇
願
す
る
か
の
よ
う
に
語
り
か
け
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
Ｋ
の
死
が
そ
の
背

景
を
含
め
先
生
自
身
を
除
く
誰
に
も
知
ら
れ
な
い
ま
ま
決
行
さ
れ
て
し
ま
っ

た
事
か
ら
く
る
一
種
グ
ロ
テ
ス
ク
な
恐
ろ
し
さ
に
先
生
が
全
身
を
貫
か
れ
て

い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
Ｋ
の
死
と
自
分
の
死
を
了
解
可
能
な
フ

レ
ー
ム
の
中
に
収
め
る
行
為
が
ま
ず
必
要
に
な
る
の
だ
。

　

「
先
生
」
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
長
大
な
「
遺
書
」
に
は
、
Ｋ

の
遺
体
の
処
理
に
つ
い
て
「
さ
す
が
軍
人
の
未
亡
人
だ
け
あ
つ
て
要
領
を
得

て
ゐ
ま
し
た
。」
と
書
か
れ
て
お
り
、「
奥
さ
ん
に
命
令
さ
れ
て
」
遺
体
の
処

理
を
行
っ
た
自
分
自
身
の
受
動
性
が
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し
、
血
潮
を
拭
い

と
り
、
Ｋ
の
血
を
吸
い
こ
ん
で
重
く
な
っ
た
蒲
団
を
処
理
す
る
「
先
生
」
の

両
手
を
染
め
た
で
あ
ろ
う
Ｋ
の
血
液
は
、「
先
生
」
の
心
に
赤
い
染
み
と
な
っ

て
残
る
で
あ
ろ
う
。「
先
生
」
の
心
を
充
た
す
血
液
は
、
自
裁
し
た
Ｋ
の
流

し
た
血
液
だ
と
「
先
生
」
が
感
じ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。「
先
生
」

の
「
遺
書
」
に
は
、「
先
生
」
の
心
に
鋼
の
用
に
喰
い
込
ん
だ
Ｋ
の
死
と
い

う
事
実
が
、
Ｋ
の
沈
黙
に
よ
っ
て
一
層
重
い
呵
責
と
な
っ
て
「
先
生
」
を
押



記
憶
と
忘
却
の
文
学
論
―
―
漱
石
の
圏
域

一
七

し
潰
そ
う
と
す
る
苦
し
み
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

な
ぜ
Ｋ
は
遺
書
に
何
も
書
か
な
い
ま
ま
逝
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
仮
に
、

「
先
生
」
を
責
め
る
言
葉
が
そ
こ
に
あ
っ
た
な
ら
、
こ
の
小
説
の
展
開
は
全

く
異
な
る
も
の
に
な
る
。「
先
生
」
は
「
奥
さ
ん
」「
お
嬢
さ
ん
」
か
ら
責
め

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。警
察
の
取
り
調
べ
を
も
避
け
る
事
は
で
き
な
い
は
ず
だ
。

社
会
的
制
裁
は
大
学
で
の
学
業
の
継
続
に
も
影
を
落
と
す
だ
ろ
う
。
一
切
を

失
っ
た
「
先
生
」
は
、
だ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
遺
書
」
を
書
く
こ

と
な
く
人
生
を
全
う
し
た
に
違
い
な
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
罪
は
十
分
に
罰

せ
ら
れ
贖
罪
は
遂
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
だ
が
、
現
実
は
そ
う
は
な
ら

な
か
っ
た
。「
先
生
」の
犯
し
た
行
為
は「
先
生
」を
除
く
誰
に
も
知
ら
れ
ず
、

沈
黙
し
た
ま
ま
逝
っ
た
Ｋ
を
心
の
中
に
住
ま
わ
せ
た
ま
ま
、
Ｋ
へ
の
贖
罪
を

無
限
に
繰
り
返
す
地
獄
の
中
に
「
先
生
」
は
生
き
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
「
先
生
」
が
「
遺
書
」
の
中
で
行
っ
た
の
は
、
Ｋ
と
自
分
を

同
じ
境
遇
に
置
き
、
同
じ
苦
し
み
を
抱
え
た
心
の
重
み
に
耐
え
か
ね
た
結
果

と
し
て
の
、
心
か
ら
の
解
放
と
い
う
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
の
演
出
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

　

同
時
に
私
は
Ｋ
の
死
因
を
繰
り
返
し
〳
〵
考
へ
た
の
で
す
。（
中
略
）

現
実
と
理
想
の
衝
突
、
―
―
そ
れ
で
も
ま
だ
不
十
分
で
し
た
。
私
は
仕

舞
に
Ｋ
が
私
の
や
う
に
た
つ
た
一
人
で
淋
し
く
つ
て
仕
方
が
な
く
な
つ

た
結
果
、急
に
所
決
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
疑
が
ひ
だ
し
ま
し
た
。

さ
う
し
て
又
慄
と
し
た
の
で
す
。
私
も
Ｋ
の
歩
い
た
路
を
、
Ｋ
と
同
じ

や
う
に
辿
つ
て
ゐ
る
の
だ
と
い
ふ
予
覚
が
、
折
々
風
の
や
う
に
私
の
胸

を
横
過
り
始
め
た
か
ら
で
す
。 

（
下　

先
生
と
遺
書　

五
十
三
）

　

こ
こ
で
「
Ｋ
が
私
の
や
う
に
た
つ
た
一
人
で
淋
し
く
つ
て
仕
方
が
な
く
な

つ
た
結
果
、
急
に
所
決
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
」
と
い
う
解
釈
が
提
起
さ

れ
、
そ
の
上
に
、
明
治
天
皇
崩
御
の
報
に
接
し
て
、「
最
も
強
く
明
治
の
影

響
を
受
け
た
私
ど
も
が
、
其
後
に
生
き
残
つ
て
ゐ
る
の
は
必
竟
時
勢
遅
れ
だ

と
い
ふ
感
じ
が
烈
し
く
私
の
胸
を
打
ち
ま
し
た
」
と
書
か
れ
る
こ
と
で
、「
明

治
の
精
神
」
と
い
う
国
民
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
登
場
が
あ
た
か
も
必
然

で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
、
個
人
の
生
と
死
の
も
つ
個
別
性
を
解
消
し
無

化
す
る
場
所
と
し
て
そ
れ
が
選
択
さ
れ
の
だ
と
言
え
る
。

　

漱
石
に
と
っ
て
個
人
の
生
に
は
そ
の
人
間
に
は
背
負
い
き
れ
な
い
罪
業
が

刻
印
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
救
済
出
来
る
の
は
国
民
国
家
、
敢

え
て
言
え
ば
そ
の
元
首
の
権
威
性
し
か
な
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
し

て
、
そ
れ
に
し
て
も
Ｋ
と
先
生
の
死
の
理
由
の
極
め
て
個
人
的
な
煩
悶
や
苦

衷
を
大
文
字
の
国
家
元
首
が
救
う
と
い
う
こ
の
思
想
は
、
や
は
り
ロ
ジ
カ
ル

に
言
っ
て
違
和
感
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
違
和
感
は
遺
書
を
受
け
取
っ
た



一
八

「
私
」
の
世
代
と
Ｋ
や
先
生
と
の
世
代
を
分
か
つ
架
橋
不
能
な
断
絶
で
あ
る

こ
と
を
漱
石
は
分
か
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
な
ぜ
な
ら
「
心
」
連
載
終
了
後
の

次
の
連
載
小
説
を
『
白
樺
』
の
若
い
作
家
志
賀
直
哉
に
白
羽
の
矢
を
立
て
、

懇
切
な
依
頼
を
し
た
の
も
漱
石
そ
の
人
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

漱
石
が
「
こ
ゝ
ろ
」
を
書
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
れ
た
レ
ー
ル
が
や
は

り
厳
然
と
し
て
あ
り
、
心
の
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
後
の
小
説
家
が
そ
こ
か
ら

ま
な
び
つ
つ
、
国
家
と
心
と
の
関
係
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
描
か
れ
て
き
た
。

帝
国
主
義
の
強
力
な
政
治
の
壁
に
阻
ま
れ
、
そ
の
暴
力
性
に
曝
さ
れ
て
死
ん

で
い
っ
た
人
々
の
未
知
の
死
の
数
々
を
、
目
撃
者
と
し
て
描
き
出
し
、
厚
い

壁
の
向
こ
う
側
か
ら
こ
ち
ら
側
へ
と
、
そ
の
死
の
事
実
を
引
き
摺
り
出
す
こ

と
。
本
稿
は
そ
う
し
た
文
学
の
目
撃
と
証
言
の
機
能
を
、
現
今
の
政
治
的
非

論
理
性
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
時
代
の
岐
路
に
お
い
て
、
確
認
す
る
こ
と

を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

東
ア
ジ
ア
の
民
衆
の
心
の
生
成
を
描
き
、
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
外
部
に

そ
の
苦
衷
に
満
ち
た
閉
塞
感
を
解
放
す
る
主
人
公
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
時
、
そ
れ
は
東
ア
ジ
ア
の
文
学
に
と
っ
て
長
く
望
ま
れ
続
け
た
文
学
の
登

場
と
し
て
記
念
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
漱
石
の

依
頼
に
対
し
て
、
志
賀
直
哉
は
誠
実
に
執
筆
の
努
力
を
試
み
た
末
に
、
機
未

だ
熟
さ
ず
と
判
断
し
、
漱
石
邸
に
て
執
筆
辞
退
の
申
し
出
を
行
っ
て
以
来
、

こ
の
漱
石
の
宿
願
は
未
だ
日
本
の
文
学
史
の
空
白
と
し
て
残
り
続
け
て
い
る

か
ら
だ
。
日
本
文
学
は
そ
の
意
味
で
、
東
ア
ジ
ア
に
対
す
る
も
っ
と
も
大
き

な
負
債
を
い
ま
だ
返
済
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

注（
１
） 

大
江
健
三
郎
「
な
に
を
記
憶
し
、
記
憶
し
つ
づ
け
る
べ
き
か
？
」（『
原
爆

体
験
記
』
広
島
市
原
爆
体
験
記
刊
行
会
編　

一
九
六
五
年
八
月　

朝
日
新

聞
社
）

（
２
） 

大
江
健
三
郎
『
水
死
』（
二
〇
〇
九
年
一
二
月　

講
談
社
）

（
３
） 

大
江
健
三
郎
『
晩
年
様
式
集
』（
二
〇
一
三
年
一
〇
月　

講
談
社
）

（
４
） 

テ
ッ
サ
・
モ
ー
リ
ス
＝
ス
ズ
キ
「
不
穏
な
墓
標
／
「
悼
み
」
の
政
治
学
と
「
対

抗
記
念
碑
」」（『
批
判
的
想
像
力
の
た
め
に
』
二
〇
一
三
年
二
月　

平
凡
社

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）

（
５
） 

崎
山
政
毅
「「
総
力
戦
体
制
」
研
究
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
疑
義 

―
シ
ス

テ
ム
社
会
論
の
視
座
か
ら
の
総
力
戦
体
制
分
析
に
関
し
て
」（『
レ
ヴ
ィ
ジ

オ
ン
』
第
１
輯　

一
九
九
八
年
六
月
）

（
６
） 

清
国
日
本
人
居
留
地
で
発
行
さ
れ
た
日
本
語
新
聞
。
引
用
は
『
挙
国
哀
悼

録
』（
一
九
一
二
年
九
月　

日
本
書
院
）
に
拠
る
。

（
７
） 

武
田
泰
淳
「
審
判
」（『
批
評
』
一
九
四
七
年
四
月
号
）

（
８
） 

目
取
真
俊
「
水
滴
」（『
文
学
界
』
一
九
九
七
年
四
月
号
）

（
９
） 

中
山
士
朗
「
死
の
影
」（『
南
北
』
一
九
六
七
年
一
〇
月
号
）

（
10
） 

金
在
南
「
暗
や
み
の
夕
顔
」（『
民
涛
』
一
九
八
九
年
六
月
号
）

（
11
） 

金
鶴
泳
「
凍
え
る
口
」（『
文
藝
』
一
九
六
六
年
一
一
月
号
）

（
12
） 
柳
美
里
『
８
月
の
果
て
』（
二
〇
〇
四
年
八
月　

新
潮
社
）

（
13
） 
夏
目
漱
石
「
心
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
一
四
年

四
月
二
〇
日
〜
八
月
一
一
日
連
載
、『
こ
ゝ
ろ
』
一
九
一
四
年
九
月　

岩
波



記
憶
と
忘
却
の
文
学
論
―
―
漱
石
の
圏
域

一
九

書
店
）

付
記

　

本
稿
は
日
本
近
代
文
学
会
２
０
１
４
年
度
秋
季
大
会
（
一
〇
月
一
八
日　

於
広

島
大
学
）
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
特
集　

問
い
直
す
〈
愛
国
〉」
で
の
報

告
を
も
と
に
し
て
い
る
。
パ
ネ
リ
ス
ト
の
小
熊
英
二
氏
、
内
藤
千
珠
子
氏
、
デ
ィ

ス
カ
ッ
サ
ン
ト
の
竹
内
栄
美
子
氏
、
並
び
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
さ
れ
た
運
営

委
員
会
、
広
島
大
学
の
有
元
伸
子
氏
、
ま
た
当
日
の
質
疑
を
通
じ
て
多
く
の
示
唆

い
た
だ
い
た
方
々
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
や
ま
さ
き　

ま
さ
ず
み
・
本
学
教
授
）


